
東
京
の
大
谷
派
真
宗
会
館
発

行
の
機
関
誌
「
ザ
イ
ン
」
８
号

に
、
親
鸞
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
出
席

（

）

し
た
中
島
岳
志
氏

政
治
学
者

の
次
の
よ
う
な
発
言
を
載
せ
て

い
ま
す
。

「
現
代
日
本
に
お
け
る
不
安

と
は
何
か
」
と
問
い
、
そ
れ
は

「
生
き
て
い
る
こ
と
の
実
感
、

リ
ア
リ
テ
ィ
が
欠
如
し
た
不
安

が
現
代
の
特
徴
だ
」
と
い
っ
て

い
ま
し
た
。

こ
れ
に
関
し
て
岡
崎
京
子
の

『
リ
バ
ー
ズ
・
エ
ッ
ジ
』
と
い

う
漫
画
の
会
話
の
セ
リ
フ
に
も

そ
れ
が
出
て
い
る
と
い
っ
て
紹

介
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、

Ａ
「
新
聞
で
は
、
オ
ゾ
ン
層
が

フ
ロ
ン
ガ
ス
に
よ
っ
て
破
壊
さ

れ
、
地
球
が
大
変
だ
と
大
騒
ぎ

し
て
い
る
」

Ｂ
「
で
も
そ
ん
な
こ
と
に
、
ま

っ
た
く
私
は
リ
ア
リ
テ
ィ
を
感

じ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
自
分

自
身
が
今
、
こ
こ
で
こ
の
橋
を

渡
っ
て
い
る
こ
と
自
体
に
実
感

が
な
い
。
そ
ん
な
時
に
地
球
が

大
変
だ
と
い
っ
た
っ
て
、
そ
れ

が
い
っ
た
い
何
な
ん
だ
」

と
。中

島
氏
は
「
毎
日
、
同
じ
事

の
繰
り
返
し
。
い
い
会
社
に
入

り
、
決
ま
り
き
っ
た
路
線
を
歩

ん
で
、
や
が
て
人
生
は
終
わ
っ

て
い
く
。
ユ
ー
ト
ピ
ア
へ
の
希

望
も
な
い
。
生
き
て
い
る
と
い

う
実
感
が
持
て
な
い
。
そ
う
い

う
時
代
が
現
代
だ
。
そ
こ
に
現

代
の
い
ろ
い
ろ
な
社
会
問
題
が

起
る
元
が
あ
る

」
と
語
っ
て
い

。

ま
す
。

こ
れ
を
読
ん
で
私
自
身
の
若

い
頃
の
問
題
が
ま
さ
に
こ
の
悩

み
で
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
い

つ
の
時
代
の
人
た
ち
に
も
当
然

あ
り
得
る
人
間
の
普
遍
的
な
問

題
だ
と
思
い
ま
す
。

私
が
育
っ
て
き
た
昭
和

年
20

代
か
ら

年
代
は
、
日
本
の
社

30

会
が
敗
戦
の
困
窮
か
ら
豊
か
な

生
活
を
夢
見
て
、
先
進
国
ア
メ

リ
カ
人
の
よ
う
な
豊
か
な
生
活

が
し
た
い
と
思
う
人
が
多
く
、

そ
れ
な
り
に
夢
が
あ
っ
て
、
努

力
し
て
い
く
人
た
ち
が
た
く
さ

ん
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
で

す
か
ら
、
生
き
て
い
る
実
感
が

な
い
と
い
う
問
題
に
ま
と
も
に

ぶ
つ
か
る
人
は
少
な
か
っ
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
現
代
は
未
来
に
夢

が
持
て
な
い
。
そ
し
て
平
凡
に

繰
り
返
す
日
常
が
あ
ま
り
に
も

早
く
過
ぎ
て
い
く
。
こ
う
い
う

時
代
に
な
る
と

「
私
が
今
こ
こ

、

に
生
き
て
い
る
と
い
う
ナ
マ
の

実
感
が
乏
し
く
、
足
下
が
空
虚

に
な
る
」
と
い
う
人
が
当
然
、

少
な
く
な
い
と
思
い
ま
す
。

私
の
場
合
は
高
校
時
代
（
昭

和
三
十
六
年
頃

、
周
り
を
透
明

）

な
ガ
ラ
ス
で
囲
ま
れ
た
中
に
い

る
よ
う
で
、
外
の
世
界
と
自
分

と
が
隔
離
さ
れ
た
感
じ
に
な
り

ま
し
た
。
非
常
に
う
っ
と
う
し

く
、
生
き
生
き
と
生
き
て
い
る

実
感
が
ま
っ
た
く
も
て
な
い
。

孤
独
で
、
少
し
大
げ
さ
に
言
え

ば
よ
そ
の
星
か
ら
来
た
異
邦
人

の
よ
う
な
感
覚
が
長
く
続
き
ま

し
た
。
イ
ス
に
座
っ
て
い
て
も

体
が
す
ぐ
ズ
っ
て
し
ま
っ
て
気

力
が
出
な
い
と
い
よ
う
な
状
態

で
、
こ
れ
を
な
ん
と
か
し
た
い

と
、
そ
れ
ば
か
り
を
考
え
て
い

ま
し
た
。
そ
れ
で
、
何
と
か
解
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念
佛
寺
報
恩
講
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ

毎
年
十
二
月
二
十
二
日
に
朝･

昼
行
っ
て
お
り
ま
し
た
念
佛

寺
報
恩
講
の
法
要
は
今
年
は
午
後
（
二
時
）
の
み
の
一
回
に
致

し
ま
す
。

ま
た

。

今
回
は
法
話
の
ご
講
師
を
お
招
き
し
て
お
り
ま
せ
ん

な
に
し
ろ
狭
い
仏
間
で
す
か
ら
密
に
な
り
、
新
型
コ
ロ
ナ
の

感
染
リ
ス
ク
が
あ
り
ま
す
の
で
、
高
齢
者
の
方
、
ご
持
病
を
お

持
ち
の
方
は
今
回
は
お
参
り
を
避
け
て
頂
い
た
方
が
い
い
か
と

思
い
ま
す
。
報
恩
講
の
勤
行
は
執
行
致
し
ま
す
。



決
を
し
た
い
と
思
い
、
い
ろ
い

ろ
宗
教
書
を
読
ん
で
い
る
間
に

真
宗
に
遇
い
、
や
が
て
念
仏
を

。

申
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
た

よ
く
、
仏
教
を
求
め
る
き
っ

か
け
は
、
死
ぬ
こ
と
の
不
安
か

ら
と
か
、
死
後
地
獄
な
り
に
落

ち
る
の
が
恐
ろ
し
い
と
か
、
あ

る
い
は
自
分
の
行
っ
た
行
為
に

お
け
る
罪
悪
感
の
苦
し
み
で
あ

る
と
か
、
そ
う
い
う
問
題
で
仏

教
に
帰
依
す
る
人
が
あ
り
ま
す

が
、
私
は
そ
う
で
は
な
く
、
一

番
の
問
題
は
「
生
き
て
い
る
生

、

き
生
き
と
し
た
実
在
感
が
な
い

ナ
マ
の
真
実
に
で
あ
い
た
い
」

と
い
う
問
題
で
し
た
。

幸
い
に
も
真
宗
の
教
え
に
で

あ
っ
て
、
高
三
の
時
に
お
念
仏

を
申
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
が
私
の
人
生
の
方
向
を
決

定
づ
け
た
の
で
す
が
、
勿
論
、

そ
れ
で
す
ぐ
「
生
き
て
い
る
実

在
感
が
生
ま
れ
、
目
の
前
の
自

然
や
人
と
直
接
的
に
交
わ
る
と

い
う
実
感
が
持
て
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
長

い
時
間
が
か
か
り
ま
し
た
。

け
れ
ど
も
あ
る
日
、
ア
ミ
ダ

仏
の
慈
悲
に
触
れ
て
、
初
め
て

目
の
前
の
木
々
の
青
さ
が
実
感

で
き
、
そ
れ
以
後
、
そ
れ
ま
で

長
い
間
、
心
の
外
と
内
の
間
に

あ
っ
た
透
明
な
ガ
ラ
ス
の
よ
う

、

な
う
っ
と
う
し
い
壁
は
消
滅
し

生
き
る
力
を
よ
う
や
く
感
じ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
が

何
よ
り
も
有
り
難
い
こ
と
で
し

た
。こ

う
い
う
経
験
が
あ
っ
て
か

ら
も
う
四
十
年
近
く
な
り
ま
す

が
、
人
生
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
ど

、

れ
ほ
ど
深
ま
っ
た
か
と
い
う
と

い
つ
ま
で
も
底
が
浅
く
お
粗
末

で
す
。

た
だ
、
最
近
こ
と
に
感
じ
る

の
は
、
こ
の
世
界
は
一
言
で
言

う
と
神
秘
的
な
世
界
だ
と
い
う

こ
と
で
す
。
鳥
が
飛
ん
で
い
る

の
も
花
が
咲
く
の
も
、
川
面
が

キ
ラ
キ
ラ
と
光
っ
て
反
射
し
て

い
る
の
も
、
そ
こ
に
広
大
な
い

の
ち
の
息
吹
を
感
じ
ま
す
。
庭

に
生
え
て
い
る
樹
木
な
ど
と
、

そ
れ
を
見
て
い
る
私
と
が
共
通

の
い
の
ち
の
地
盤
に
置
か
れ
て

い
る
こ
と
を
ご
く
少
し
づ
つ
で

す
が
知
ら
さ
れ
て
き
ま
す
。

こ
の
感
覚
が
も
っ
と
深
く
広

く
な
っ
て
、
町
で
歩
い
て
い
る

人
々
ま
で
も
神
秘
に
見
え
た
ら

ど
れ
ほ
ど
い
い
だ
ろ
う
か
と
思

い
ま
す
が
、
な
か
な
か
そ
う
は

い
き
ま
せ
ん
。

、

ど
う
し
て
も
人
に
対
し
て
は

頭
に
染
み
つ
い
て
い
る
価
値
観

（
人
の
ふ
る
ま
い
、
行
い
の
善

し
悪
し
、
あ
る
い
は
姿
形
の
美

醜
な
ど
）
に
と
ら
わ
れ
て
、
人

の
い
の
ち
の
神
秘
な
こ
と
に
ま

で
は
な
か
な
か
感
じ
ら
れ
ま
せ

ん
。し

か
し
人
に
貫
い
て
い
る
い

の
ち
は
本
当
は
不
思
議
で
あ
り

光
り
輝
い
て
い
る
も
の
だ
と
思

い
ま
す
。
そ
う
実
感
し
た
い
と

は
思
い
ま
す
が
、
そ
う
な
ら
な

い
の
は
煩
悩
（
是
非
善
悪
・
利

害
損
得
な
ど
の
想
念
）
が
心
を

覆
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
思
い
ま

す
。浄

土
は
無
量
の
光
明
の
世
界

で
あ
り
、
あ
た
た
か
い
量
り
な

き
い
の
ち
の
領
域
で
あ
る
と
経

典
に
説
か
れ
て
い
ま
す
。
深
い

悟
り
に
達
し
た
聖
者
（
釈
尊
な

ど
）
に
は
そ
う
い
う
領
域
が
開

。

か
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す

浄
土
こ
そ
真
に
実
在
す
る
光
明

の
世
界
で
あ
っ
て
、
逆
に
私
た

ち
凡
夫
が
感
じ
て
い
る
世
界
は

自
分
の
濁
っ
た
想
念
（
意
識
）

の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
感
じ

て
い
る
世
界
（
穢
土

、
い
わ
ば

）

、

畢
竟
幻
の
よ
う
な
世
界
で
あ
る

と
仏
教
で
説
か
れ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
私
が
若
い
頃
に

陥
っ
た
問
題
は
私
だ
け
の
特
殊

な
問
題
だ
と
長
い
間
思
っ
て
い

ま
し
た
が
、
そ
う
で
は
な
く
、

こ
れ
は
い
つ
の
時
代
の
人
間
に

も
起
こ
り
う
る
本
質
的
な
問
題

で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

こ
う
し
た
喪
失
感
を
解
決
し

た
い
と
い
う
問
題
は
人
が
真
実

に
で
あ
う
大
事
な
縁
に
な
る
と

い
う
プ
ラ
ス
の
意
味
が
あ
り
、

決
し
て
マ
イ
ナ
ス
で
も
不
幸
で

も
な
く
、
人
生
の
新
た
な
扉
を

開
く
鍵
に
な
り
得
ま
す
。

で
は
ど
の
よ
う
に
し
て
人
は

人
生
に
生
き
生
き
と
し
た
実
在

感
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

。

、

し
ょ
う
か

そ
れ
に
関
し
て
は

い
ろ
い
ろ
な
方
法
や
道
が
あ
る

で
し
ょ
う
。

真
宗
に
お
い
て
は
、
は
か
り

な
き
真
の
い
の
ち
の
実
在
は
単

な
る
冷
た
い
自
然
現
象
で
は
な

く
、
大
悲
の
智
慧
の
功
徳
を
含

ん
だ
、
人
・
万
物
に
平
等
に
常

に
働
い
て
い
る
大
い
な
る
い
の

ち
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
よ
う
な

用
き
を
ア
ミ
ダ
仏
と
し
て
仏
陀

釈
尊
は
浄
土
の
経
説
に
説
い
て

く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
仏

陀
の
教
説
に
よ
っ
て
、
真
の
実

在
を
学
び
知
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。智

慧
と
慈
悲
の
用
き
で
あ
る

ア
ミ
ダ
仏
は
憂
苦
の
中
に
生
き

て
い
る
私
た
ち
に
大
悲
を
そ
そ

ぎ
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
言
葉
と

ま
で
な
っ
て
万
人
に
喚
び
か
け

て
お
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
人

が
お
念
仏
を
申
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
現
実
的
に
具
体
化
さ
れ
て

く
る
の
で
す
。

お
念
仏
の
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ

の
声
（
言
葉
）
は
、
実
在
そ
の

も
の
が

「
こ
こ
に
い
る
。
汝
を

、
、

」

離
れ
な
い

引
き
受
け
て
い
る

と
仰
せ
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
で

す
。
こ
の
ア
ミ
ダ
仏
に
触
れ
る

時
、
不
思
議
に
も
世
界
と
自
分

と
の
間
の
壁
が
と
れ
て
、
外
の

環
境
と
自
己
の
分
裂
が
な
く
な

る
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
う
こ
と
で
、
真
宗
の

お
念
仏
は
人
に
生
き
て
い
る
実

在
感
を
も
た
ら
す
用
き
を
も
っ

て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。（

了
）



蓮
如
上
人
の
ご
教
化
の
特
色

は
南
無
阿
弥
陀
仏
の
六
字
釈
で

も
っ
て
ア
ミ
ダ
仏
の
救
済
を
説

か
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を

よ
く
表
し
て
お
ら
れ
る
の
が
、

『
お
文
』
の
四
帖
目
第
八
通
・

第
十
四
通
な
ど
で
あ
る
。
上
人

は
善
導
大
師
の
六
字
釈
に
即
し

て
独
自
の
解
釈
を
さ
れ
て
真
宗

の
信
心
を
表
現
さ
れ
た
。

善
導
の
六
字
釈
は
、

「
言
南
無
者

即
是
帰
命

亦

是
発
願
回
向
之
義

言
阿
弥
陀

仏
者

即
是
其
行

以
斯
義
故

必
得
往
生
」

（
南
無
と
い
う
は
帰
命
、
亦
こ

れ
発
願
回
向
の
義
な
り
。
阿
弥

陀
仏
と
言
う
は
す
な
わ
ち
こ
れ

其
の
行
な
り
。
こ
の
義
を
も
っ

そて
の
故
に
、
必
ず
往
生
す
る
こ

と
を
得
）

で
あ
る
が
、
上
人
は
お
文
四
帖

目
第
八
通
（
上
人
七
十
一
才
）

に
、

「

」

、

南
無

と
帰
命
す
る
機
と

阿
弥
陀
仏
の
た
す
け
ま
し
ま
す

法
と
が
一
体
な
る
と
こ
ろ
を
さ

し
て
、
機
法
一
体
の
南
無
阿
弥

陀
仏
と
は
も
う
す
な
り
。

か
る
が
ゆ
え
に
、
阿
弥
陀
仏

の
、
む
か
し
法
蔵
比
丘
た
り
し

と
き
、
衆
生
仏
に
な
ら
ず
は
わ

れ
も
正
覚
な
ら
じ
と
ち
か
い
ま

し
ま
す
と
き
、
そ
の
正
覚
す
で

、

に
成
じ
た
ま
い
し
す
が
た
こ
そ

、

い
ま
の
南
無
阿
弥
陀
仏
な
り
と

こ
こ
ろ
う
べ
し
。

こ
れ
す
な
わ
ち
わ
れ
ら
が
往

。

生
の
さ
だ
ま
り
た
る
証
拠
な
り

さ
れ
ば
他
力
の
信
心
獲
得
す
と

い
う
も
、
た
だ
こ
の
六
字
の
こ

こ
ろ
な
り
と
落
居
す
べ
き
も
の

な
り
。

と
い
わ
れ
、
帰
命
す
る
信
心
の

機
と
、
そ
の
機
を
助
け
ま
し
ま

す
阿
弥
陀
仏
の
法
と
は
、
機
法

は
一
体
と
な
っ
て
南
無
阿
弥
陀

仏
に
す
で
に
成
就
し
て
い
る
。

こ
の
南
無
阿
弥
陀
仏
こ
そ
私
た

ち
を
ま
る
ま
る
往
生
さ
せ
て
く

落
居
せ

だ
さ
る
証
拠
で
あ
る
と

心
得
よ

、
と
の
仰
せ
で
あ

よ
（

）

る
。す

な
わ
ち
、
ア
ミ
ダ
仏
が
法

蔵
比
丘
の
時
、
一
切
衆
生
の
往

生
を
ご
自
身
の
願
行
（
修
行
）

に
よ
っ
て
成
就
し
な
け
れ
ば
正

覚
（
成
仏
）
を
取
ら
な
い
と
誓

願
し
、
こ
の
願
が
成
就
し
て
す

で
に
ア
ミ
ダ
仏
に
な
っ
て
お
ら

れ
る
。
だ
か
ら
、
私
ど
も
の
往

生
の
体
（
全
部
の
因
）
は
す
で

に
で
き
あ
が
っ
て
い
る
。
そ
の

、

証
拠
が
南
無
阿
弥
陀
仏
で
あ
り

私
た
ち
の
往
生
の
定
ま
る
す
が

、

。

た
で
あ
る

と
い
わ
れ
て
い
る

ま
た
お
文
四
帖
目
第
十
四
通

（
八
十
四
才

に
は
、
上
人
の

）

六
字
釈
の
思
し
召
し
が
こ
と
に

よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ちま

ず
「
南
無
」
と
い
う
二
字

は
、
す
な
わ
ち
帰
命
と
い
う
こ

こ
ろ
な
り
。
帰
命
と
い
う
は
、

衆
生
の
、
阿
弥
陀
仏
後
生
た
す

け
た
ま
え
と
た
の
み
た
て
ま
つ

る
こ
こ
ろ
な
り
。
ま
た
発
願
回

向
と
い
う
は
、
た
の
む
と
こ
ろ

の
衆
生
を
、
摂
取
し
て
す
く
い

た
ま
う
こ
こ
ろ
な
り
。
こ
れ
す

な
わ
ち
や
が
て
「
阿
弥
陀
仏
」

の
四
字
の
こ
こ
ろ
な
り
。

さ
れ
ば
わ
れ
ら
ご
と
き
の
愚

痴
闇
鈍
の
衆
生
は
、
な
に
と
こ

こ
ろ
を
も
ち
、
ま
た
弥
陀
を
ば

な
に
と
た
の
む
べ
き
ぞ
と
い
う

に
、
も
ろ
も
ろ
の
雑
行
を
す
て

て
、
一
向
一
心
に
、
後
生
た
す

、

け
た
ま
え
と
弥
陀
を
た
の
め
ば

決
定
、
極
楽
に
往
生
す
べ
き
こ

と
さ
ら
に
そ
の
う
た
が
い
あ
る

べ
か
ら
ず
。

こ
の
ゆ
え
に

「
南
無
」
の
二

、

字
は
、
衆
生
の
弥
陀
を
た
の
む

機
の
か
た
な
り
。
ま
た
「
阿
弥

陀
仏
」
の
四
字
は
、
た
の
む
衆

生
を
た
す
け
た
ま
う
か
た
の
法

な
る
が
ゆ
え
に
、
こ
れ
す
な
わ

ち
機
法
一
体
の
南
無
阿
弥
陀
仏

と
も
う
す
こ
こ
ろ
な
り
。

こ
の
道
理
あ
る
が
ゆ
え
に
、

わ
れ
ら
一
切
衆
生
の
往
生
の
体

は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
き
こ
え

た
り
。

と
あ
っ
て
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の

「
南
無
」
の
二
字
は
帰
命
、
帰

命
は
衆
生
が
「
阿
弥
陀
仏
後
生

た
す
け
た
ま
え
」
と
弥
陀
を
憑た

の

む
心
で
あ
る
。
ま
た
「
発
願
回

向
」
と
は
、
弥
陀
を
憑
む
者
を

摂
取
し
（
助
け
）
た
も
う
心
で

あ
り
、
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
「
阿

」

、

弥
陀
仏

の
四
字
の
心
で
あ
る

と
。こ

の
よ
う
に
、
愚
痴
闇
鈍
の

衆
生
は
弥
陀
を
憑
め
ば
阿
弥
陀

た
の

仏
は
か
な
ら
ず
極
楽
に
往
生
さ

せ
て
く
だ
さ
る
の
で
あ
る
が
、

「

」

弥
陀
を
憑
む
機
の
方
を

南
無

た
の

と
い
い
、
憑
む
者
を
助
け
た
も

う
方
（
法
）
を
「
阿
弥
陀
仏
」

と
い
っ
て
、
た
の
む
機
と
助
け

る
法
と
は
す
で
に
法
蔵
菩
薩
に

よ
っ
て
、
有
り
難
い
こ
と
に
成

就
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。
そ

の
成
就
し
て
く
だ
さ
っ
た
す
が

た
が
機
法
一
体
の
南
無
阿
弥
陀

仏
の
六
字
の
す
が
た
で
あ
る
、

と
。こ

う
し
て
、
私
が
浄
土
に
か

な
ら
ず
往
生
で
き
る
証
拠
が
南

無
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
か
ら

「
南

、

無
阿
弥
陀
仏
」
と
聞
く
と

「
あ

、

あ
、
私
の
往
生
は
阿
弥
陀
仏
が

ま
る
ま
る
引
き
受
け
て
く
だ
さ

っ
て
あ
っ
た
。
有
り
難
い
」
と

聞
く
ば
か
り
で
あ
る
。

な
お
以
上
の
内
容
に
似
た
表

現
が
蓮
如
上
人
が
愛
読
さ
れ
た

『
安
心
決
定
鈔
』
に
表
わ
さ
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

蓮
如
上
人
の
六
字
釈



念
仏
の
行
者
、
名
号
を
き
か

ば

「
あ
は
、
は
や
、
わ
が
往
生

、
は
成
就
し
に
け
り
。
十
方
衆
生

往
生
成
就
せ
ず
は
、
正
覚
と
ら

じ
と
、
ち
か
い
た
ま
い
し
法
蔵

菩
薩
の
正
覚
の
果
名
な
る
が
ゆ

え
に
」
と
お
も
う
べ
し
。

と
あ
る
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
う

し
た
お
文
の
思
し
召
し
は
、
要

は
南
無
阿
弥
陀
仏
と
聞
こ
え
て

く
る
六
字
の
い
わ
れ
は
、
無
善

造
悪
の
救
わ
れ
が
た
き
衆
生

（
私
）
を
、
有
り
難
い
こ
と
に

全
面
的
に
引
き
受
け
て
往
生
さ

せ
て
く
だ
さ
る
証
拠
（
体
）
だ

と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

な
ぜ
か
と
い
え
ば

「
十
方
衆

、

生
往
生
成
就
せ
ず
は
正
覚
を
取

ら
な
い
」
と
誓
っ
た
法
蔵
菩
薩

は
永
い
ご
修
行
を
成
就
し
て
す

で
に
ア
ミ
ダ
仏
に
な
っ
て
正
覚

。

を
取
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る

だ
か
ら
聞
か
せ
て
い
た
だ
く
南

無
阿
弥
陀
仏
の
言
葉
は
、
す
で

に
私
た
ち
の
往
生
浄
土
の
因
で

あ
る
行
も
信
も
す
べ
て
法
蔵
菩

薩
が
成
就
し
て
く
だ
さ
っ
て

汝
「

の
往
生
は
全
て
引
き
受
け
た
、

助
け
る
ぞ
助
か
る
ぞ
」
の
仰
せ

で
あ
る
。

こ
う
し
て
南
無
阿
弥
陀
仏
の

「
南
無
」
と
い
う
の
は
帰
命
と

い
う
こ
と
で
、
こ
れ
は
「
衆
生

の
、
阿
弥
陀
仏
後
生
た
す
け
た

ま
え
と
た
の
み
た
て
ま
つ
る
こ

こ
ろ
な
り
」
で
あ
り
、
弥
陀
を

た
の
む
心
、
す
な
わ
ち
信
心
で

あ
る
し

「
阿
弥
陀
仏
」
の
四
字

、

は
「
た
の
む
衆
生
を
摂
取
し
て

す
く
い
た
ま
う
こ
こ
ろ
」
で
あ

る
か
ら

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
に

、

は
信
じ
る
信
心
（
機
）
も
そ
の

者
を
助
け
る
法
も
一
体
に
成
就

し
て
い
る
、
そ
の
す
が
た
が
南

無
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と

い
う
名
を
聞
け
ば

「
あ
あ
は
や

、

私
の
往
生
は
阿
弥
陀
仏
が
ま
る

ま
る
引
き
受
け
て
く
だ
さ
る
の

で
あ
っ
た
、
こ
の
ま
ま
で
助
け

て
く
だ
さ
る
の
で
あ
っ
た
」
と

聞
く
ば
か
り
と
な
る
。
こ
ち
ら

か
ら
、
何
一
つ
用
意
す
る
こ
と

も
準
備
す
る
こ
と
も
ま
っ
た
く

い
ら
な
い
。
こ
の
ま
ま
な
り
で

「
ま
る
助
け
」
に
し
て
く
だ
さ

る
、
そ
の
証
拠
が
南
無
阿
弥
陀

仏
で
あ
る
。

だ
か
ら
南
無
阿
弥
陀
仏
と
聞

く
ば
か
り
、
仰
せ
ば
か
り
で
あ

る
。
仰
せ
を
聞
い
て
い
る
ほ
か

に
私
に
於
け
る
信
心
は
無
い
。

「
仰
せ
一
つ
」
な
の
で
あ
る
。

ア
ミ
ダ
仏
の
仰
せ
に
対
し
て
私

の
方
か
ら
チ
リ
ほ
ど
も
加
え
る

こ
と
も
い
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
い
う
教
え
が
蓮
如
上
人

の
教
え
の
肝
要
で
あ
る
。

こ
の
元
は
ど
こ
か
ら
来
て
い

る
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
弥
陀

の
本
願
第
十
八
願
の
成
就
か
ら

来
て
い
る
と
い
え
る
。

弥
陀
の
第
十
八
願
は
、

、

た
と
い
我
仏
を
得
た
ら
ん
に

十
方
の
衆
生
、
至
心
に
信

楽
し

し
ん
ぎ
よ
う

て
、
わ
が
国
に
生
ぜ
ん
と
欲
い

お
も

て
、
乃
至
十
念
せ
ん
、
も
し
生

ぜ
ず
は
、
正

覚
を
取
ら
じ
。

し
ょ
う
が
く至

心
に
信

楽
し

で
あ
る
が

「
、

し
ん
ぎ
よ
う

て
、
わ
が
国
に
生
ぜ
ん
と
欲
い

お
も

」
は
「

我
が
誓
い
を
）
本
当

て

（

と
信
じ
て
浄
土
に
生
ま
る
る
と

欲
え
」
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は

お
も弥

陀
の
誓
い
を
「
信
じ
よ
」
で

あ
り
「
た
の
め
」
で
あ
り
「
ま

か
せ
よ
」
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
弥
陀
の
誓
い
は

乃
至
十
念
せ
ん
、
も
し
生
ぜ

「

」
で
あ

ず
は
、
正

覚
を
取
ら
じ

し
ょ
う
が
く

っ
て
「
十
声
な
り
と
も
一
声
な

り
と
も
念
仏
申
す
ば
か
り
で
助

け
る

で
あ
っ
て

こ
れ
は

ソ

」

、

「

ノ
マ
マ
ナ
リ
デ
助
ケ
ル

「
マ
ル

」

」

。

マ
ル
助
ケ
ル

の
誓
い
で
あ
る

ゆ
え
に
十
八
願
は
「
ま
る
ま

る
助
け
る
で
、
我
を
た
の
め
、

ま
か
せ
よ
」
の
お
心
で
あ
る
。

こ
の
第
十
八
願
を
法
蔵
菩
薩
は

永
き
ご
修
行
に
よ
っ
て
成
就
さ

れ
、
助
け
る
法
も
そ
れ
を
信
じ

る
機
（
た
の
む
機
）
も
南
無
阿

弥
陀
仏
に
仕
上
げ
、
南
無
阿
弥

陀
仏
と
私
た
ち
に
喚
び
か
け
て

お
ら
れ
る
。

こ
う
し
て
、
も
は
や
私
の
往

生
の
因
は
全
て
阿
弥
陀
仏
が
仕

上
げ
て
く
だ
さ
っ
た
、
そ
の
証

拠
が
南
無
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
か

ら
、
南
無
阿
弥
陀
仏
を
聞
く
ば

か
り
の
お
助
け
で
あ
る
と
の
ご

教
化
が
蓮
如
上
人
の
ご
教
化
の

（
了
）

核
で
あ
る
。

【
住
職
雑
感
】

現
代
は
仏
事
の
簡
略
化
が
か
な
り
の

ス
ピ
ー
ド
で
進
ん
で
い
る
。
月
参
り
は
も

と
よ
り
葬
儀
や
年
回
法
要
の
省
略
や
簡
素

化
で
あ
る
。
こ
れ
は
現
代
社
会
の
変
化
に

よ
っ
て
、
こ
う
い
う
傾
向
が
自
ず
と
出
て

き
た
の
だ
と
思
う
。
墓
じ
ま
い
、
仏
壇
じ

ま
い
も
そ
の
流
れ
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ

て
寺
院
の
経
済
基
盤
は
縮
小
し
つ
つ
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
宗
教
儀
礼
な
り
先
祖
供

養
へ
の
要
求
が
減
っ
て
き
た
の
で
は
あ
る

が
、
仏
教
そ
の
も
の
へ
の
期
待
は
減
っ
て

い
る
か
と
い
え
ば
、
そ
う
は
思
わ
な
い
。

仏
教
を
知
ら
な
い
人
は
と
も
か
く
、
ひ
と

た
び
仏
教
に
触
れ
る
と
、
そ
の
真
理
性
に

感
銘
し
て
も
っ
と
学
び
た
い
、
聞
き
た
い

と
い
う
人
は
決
し
て
減
っ
て
い
な
い
し
、

こ
れ
か
ら
も
っ
と
増
え
て
く
る
可
能
性
は

十
分
に
あ
る
。

た
だ
問
題
は
、
仏
教
を
正
確
に
詳
し
く

説
い
て
導
い
て
く
れ
る
人
を
ど
う
生
み
出

す
か
で
あ
る
。
世
間
の
会
社
勤
め
を
し
な

が
ら
そ
の
余
暇
で
仏
教
を
学
ぶ
の
に
は
限

界
が
あ
る
。
や
は
り
専
門
に
十
分
学
ぶ
時

間
や
生
活
環
境
が
な
い
と
人
は
育
ち
に
く

い
。
そ
こ
で
仏
教
を
専
門
に
学
び
、
人
々

に
そ
れ
を
説
く
人
の
生
活
を
経
済
的
に
支

え
る
シ
ス
テ
ム
な
り
環
境
な
り
が
必
要
で

あ
る
が
、
そ
こ
が
今
後
の
仏
教
界
の
大
事

な
課
題
で
あ
る
し
、
広
く
い
え
ば
社
会
全

体
の
精
神
文
化
の
課
題
で
も
あ
る
。（

了
）

遠
方
法
話
予
定
〉

〈
二
〇
二
一
年
一
月
十
七
日

講
題
「
聞
名
の
佛
道
」

午
前
十
時
～
十
二
時信

道
会
館
）

大
谷
派

名
古
屋
別
院
（

）

（
電
０
５
２
３
２
３
３
８
６
８

コ
ロ
ナ
の
影
響
で
岐
阜
別
院
の
法
話
は

（

）

中
止
に
な
り
ま
し
た


